
(61)一着の服を仕立てるように

「
一
着
の
服
を
仕
立
て
る
よ
う
に
」

I
プ
ル
ー
ス
ト
の
書
物
　
-

二
、

W
e
a
v
e
t
h
e
w
a
r
p
,
a
n
d
w
e
a
v
e
t
h
e
w
o
o
f
,

竪
糸
を
織
り
入
れ
へ
ま
た
緯
を
織
り
入
れ
へ

文
学
に
お
い
て
服
装
は
'
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
風
俗
へ
生
活
環
境
、

社
会
状
況
へ
社
会
階
層
な
ど
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
の
役
割
を
巣
た

(
2
)

し
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
場
合
も

例
外
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
品
を
通
し
て
感
じ
と
る
こ
と
の
で
き

る
作
家
の
服
装
に
対
す
る
考
え
か
た
や
意
味
づ
け
は
、
し
か
し
な
が

ら
'
一
様
で
は
な
い
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
と
っ
て
人
間
を
つ
つ
む
服
は
'

人
の
住
む
建
物
と
同
じ
く
そ
の
人
白
身
と
分
か
ち
難
-
結
び
つ
き
へ

そ
の
人
と
な
り
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
に
お
い
て
は
'

時
と
し
て
服
装
の
描
写
が
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
の
心
理
描
写
と
な
る

こ
と
が
あ
る
。

Ill

〓
U

R
H
川

千

プ
ル
ー
ス
ト
は
'
最
終
巻
　
『
見
出
さ
れ
た
時
』
　
の
中
で
も
　
(
私
)

が
書
-
べ
き
作
品
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
-
だ
り
に
お
い
て
'

(
3
)

「
一
着
の
服
を
仕
立
て
る
よ
う
に
」
　
書
物
を
築
-
だ
ろ
う
、
と
書
い

て
い
る
。
こ
れ
を
作
家
自
身
の
こ
と
ば
と
し
て
受
け
止
め
る
な
ら
ば
へ

服
装
の
描
写
部
分
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
作
品
に
込

め
ら
れ
た
意
味
や
作
家
の
文
学
観
、
芸
術
観
を
よ
り
深
-
理
解
す
る

こ
と
へ
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

プ
7
-
モ
ー
ド
風
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は
'
一
九
七
八
年
へ
　
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ

ン
ス
で
の
講
演
「
長
い
あ
い
だ
へ
私
は
早
-
か
ら
寝
た
」
の
中
で
'

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
構
造
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
文
字
通
り
へ
　
ラ
プ
ソ
デ
ィ
風
へ
　
つ
ま
り
　
(
語
源
か
ら
も
)

235



一橋論叢　第132巻　第3号　平成16年(2004年) 9月号(62)

断
章
を
編
み
継
い
だ
も
の
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
に
こ
れ
は
、
作
品

は
t
着
の
服
の
よ
う
に
作
ら
れ
る
、
J
j
い
う
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
が
用

(

I

-

,

い
た
比
愉
　
(
m
e
t
a
p
h
o
r
e
)
　
で
も
あ
る
の
で
す
。
」
　
ラ
プ
ソ
デ
ィ
風

テ
キ
ス
ト
を
織
り
な
す
方
法
と
'
布
の
断
片
を
差
し
替
え
へ
　
配
置
し
'

調
和
さ
せ
な
が
ら
縫
い
あ
げ
る
婦
人
服
仕
立
屋
の
技
術
と
の
共
通
点

を
指
摘
し
た
上
で
'
バ
ル
ト
は
そ
れ
ら
が
単
な
る
「
パ
ッ
チ
ワ
ー

ク
」
　
で
は
な
-
、
断
片
と
断
片
が
　
「
呼
応
し
合
う
」
　
関
係
で
成
り

(
5
)

立
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

衣
裳
と
書
物
の
創
作
方
法
に
お
け
る
こ
の
類
似
は
'
プ
ル
ー
ス
ト

自
身
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
補
足
の
紙
き
れ
を
継
ぎ

た
し
な
が
ら
書
物
を
築
い
て
ゆ
く
よ
う
す
を
へ
女
中
フ
ラ
ン
ソ
ワ
-

ズ
の
裁
縫
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

る
だ
ろ
う
へ
　
そ
う
い
う
彼
女
は
'
必
要
な
番
手
の
糸
や
ボ
タ
ン
が
な

い
と
裁
縫
は
で
き
な
い
へ
　
と
い
つ
も
口
に
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。

(IV,610)
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こ
こ
か
し
こ
に
補
足
の
紙
片
を
ピ
ン
で
と
め
な
が
ら
、
私
は
自
分

の
書
物
を
築
い
て
ゆ
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
あ
え
て
野
心

的
に
大
聖
堂
の
よ
う
に
、
な
ど
と
は
い
う
ま
い
へ
　
た
だ
単
に
一
着
の

服
を
仕
立
て
る
よ
う
に
。
フ
ラ
ン
ソ
ワ
-
ズ
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
私

パ

プ

ロ

ト

ル

の
ば
ら
ば
ら
の
紙
き
れ
が
私
の
手
も
と
に
み
ん
な
そ
ろ
っ
て
な
か
っ

た
り
、
ま
た
私
に
必
要
な
そ
の
な
か
の
一
枚
が
ち
ょ
う
ど
欠
け
て
い

た
り
す
る
と
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
-
ズ
に
は
私
の
い
ら
だ
ち
が
よ
-
わ
か

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
貼
ら
れ
た
紙
片
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
や
ぶ

れ
て
い
る
が
'
服
に
継
ぎ
あ
て
を
す
る
よ
う
に
も
　
フ
ラ
ン
ソ
ワ
-
ズ

が
「
や
ぶ
れ
た
紙
片
に
裏
打
ち
を
し
て
-
れ
る
だ
ろ
う
」
し
、
傷
ん

だ
草
稿
帳
を
指
さ
し
て
「
す
っ
か
り
虫
食
い
に
な
り
ま
し
た
　
(
.
.
.
)

ほ
ら
こ
の
ペ
ー
ジ
の
端
な
ど
は
、
も
う
レ
ー
ス
と
い
う
よ
り
ほ
か
は

(
6
)

あ
り
ま
せ
ん
ね
」
と
い
う
だ
ろ
う
、
と
思
い
を
め
ぐ
ら
す
。

小
説
の
構
成
の
み
な
ら
ず
へ
　
プ
ル
ー
ス
ト
は
人
物
に
せ
よ
事
物
に

せ
よ
う
同
様
の
ラ
プ
ソ
デ
ィ
風
創
造
方
法
に
よ
っ
て
数
多
-
の
印
泉

か
ら
一
つ
の
存
在
を
つ
-
り
あ
げ
る
。
実
在
す
る
複
数
の
モ
デ
ル
と

い
う
素
材
か
ら
芸
術
作
品
を
生
み
だ
す
た
め
の
独
白
の
調
理
法
と
で

も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
、
服
装
の
比
職
の
少
し

先
で
、
小
説
の
創
作
方
法
を
牛
肉
料
理
に
た
と
え
て
次
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
。
「
あ
の
よ
う
に
多
-
の
部
位
か
ら
選
ん
だ
肉
片
を
加

え
へ
　
あ
の
よ
う
に
そ
の
ゼ
リ
ー
を
風
味
ゆ
た
か
に
し
て
'
フ
ラ
ン
ソ

ワ
-
ズ
が
ノ
ル
ポ
ワ
氏
に
は
め
ら
れ
た
'
あ
の
ブ
フ
=
モ
ー
ド
の
よ

(
7
)

う
な
つ
く
り
か
た
で
や
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
」
主
人
公
の
家



(63)一着の服を仕立てるように

の
晩
餐
の
席
で
'
ノ
ル
ポ
ワ
氏
は
「
ビ
ー
フ
に
は
に
ん
じ
ん
の
か
お

(
8
)

り
が
移
っ
て
い
る
'
こ
れ
は
す
ば
ら
し
い
!
」
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
-
ズ

が
腕
を
揮
っ
た
料
理
を
は
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ゼ
-
-
、
に
ん
じ

ん
へ
　
さ
ま
ざ
ま
な
部
位
か
ら
選
ば
れ
た
牛
肉
な
ど
'
各
食
材
が
互
い

に
味
を
与
え
合
い
へ
　
な
じ
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
る
調
和
の

と
れ
た
風
味
が
、
料
理
に
新
た
な
ひ
と
味
を
つ
け
加
え
る
の
で
あ
る
。

i
a
,
:

牛
肉
料
理
の
た
と
え
は
、
す
で
に
別
の
機
会
に
指
摘
し
た
が
へ
英

国
の
美
術
史
家
で
あ
り
、
社
会
思
想
家
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン

(
1
八
一
九
⊥
九
〇
〇
)
が
『
建
築
と
絵
画
』
　
の
中
で
'
文
学
作
品

の
書
き
か
た
へ
　
作
品
の
構
成
　
(
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
)
　
に
つ
い
て
論
じ
る

際
に
用
い
て
い
る
。
こ
の
本
は
ブ
ル
ー
ス
-
が
暗
記
す
る
ほ
ど
に
繰

返
し
読
ん
で
い
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。
ラ
ス
キ
ン
は
'
-
ア
王
を

い
か
に
描
-
べ
き
か
を
教
え
よ
う
と
す
る
と
き
'
建
築
や
絵
画
へ
音

楽
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
の
分
野
か
ら
た
と
え
を
借
り
て
、
い
か
に

そ
れ
ら
の
作
品
を
構
成
す
べ
き
か
を
説
明
す
る
。
た
と
え
ば
へ
絵
に

お
い
て
「
部
分
と
部
分
の
調
和
す
る
関
係
」
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、

牛
肉
と
野
菜
の
シ
チ
ュ
ー
料
理
ラ
グ
ー
(
r
a
g
o
u
t
)
を
つ
-
る
の

に
、
各
材
料
を
な
じ
ま
せ
'
調
和
の
と
れ
た
味
に
仕
上
げ
な
け
れ
ば

(S)

な
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
説
く
。
に
ん
じ
ん
や
玉
ね
ぎ
に
は

牛
肉
の
味
が
'
牛
肉
に
は
野
菜
の
風
味
が
移
り
へ
通
い
合
う
。
ス
-

プ
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
含
む
が
'
ま
た
そ
れ
ら
を
調

和
で
つ
つ
む
。
す
ぐ
れ
た
作
品
と
い
う
も
の
は
'
こ
の
よ
う
に
し
て
'

呼
応
し
合
う
断
片
が
有
機
的
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
ラ
ス

キ
ン
は
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
構
成
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
を
独
白
の
比
職
を
用
い
て
述
べ
た
。

一
方
プ
ル
ー
ス
ト
は
'
築
-
べ
き
書
物
に
つ
い
て
い
-
つ
か
の
断

章
を
草
稿
帳
に
残
し
て
い
る
。
カ
イ
エ
5
7
の
中
の
あ
る
断
章
に
は
'

最
終
稿
に
お
け
る
た
と
え
と
同
じ
よ
う
に
'
「
思
い
上
が
っ
て
、
〟
大

聖
堂
″
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
〟
服
″
を
仕
立
て
る
よ
う
に
」
と
書

か
れ
て
お
り
へ
　
す
ぐ
あ
と
に
　
「
こ
れ
は
構
成
(
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
)
　
の

(=)

た
め
の
も
の
」
と
括
弧
つ
き
で
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
へ

教
会
、
服
へ
書
物
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
プ
ル
ー
ス
ト
の
頭
に

あ
っ
た
の
は
、
構
成
の
し
か
た
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
明
確
に
な
る
。

さ
ら
に
続
け
て
、
「
道
を
開
き
へ
　
橋
を
架
け
る
」
　
こ
と
も
書
物
を
築

く
た
と
え
の
候
補
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
'
「
こ
れ
は

(
2
)

あ
ま
り
よ
く
な
い
」
と
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
が
つ
け
加
え
て
い
る
。
構

造
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
が
'
芸
術
と
い
う
範
暗
か

ら
は
外
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
日
に
見
え
る
'
あ
る
い
は
隠
さ
れ

た
秩
序
と
調
和
を
保
っ
て
つ
-
り
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に

加
え
て
へ
　
そ
れ
を
芸
術
品
と
し
て
眺
め
へ
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
か
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ど
う
か
も
大
事
な
点
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
。

カ
イ
エ
5
7
の
中
の
別
の
断
章
で
は
'
多
く
の
実
在
す
る
モ
デ
ル
か

ら
一
つ
の
教
会
へ
一
人
の
人
物
を
生
み
だ
す
方
法
を
'
服
の
仕
立
て

(
b
a
t
i
r
 
u
n
e
 
r
o
b
e
)
　
や
'
プ
フ
=
モ
ー
ド
、
牛
肉
の
ゼ
-
-
寄
せ

な
ど
の
料
理
に
た
と
え
て
お
り
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
は
'
「
付
け
加

(
2
)

え
る
べ
き
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
」
　
と
書
き
加
え
て
い
る
。
動
詞
　
《
b
a
・

t
i
r
》
　
に
は
'
「
建
物
を
築
-
」
へ
　
「
文
章
を
組
み
立
て
る
」
へ
　
服
飾
用

語
と
し
て
、
「
組
み
立
て
る
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
構
成
《
c
o
m
p
〇
・

s
i
t
i
o
n
》
　
と
い
う
語
に
関
し
て
い
え
ば
'
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
の
分
野

で
使
わ
れ
る
。
料
理
に
お
い
て
も
鳩
や
山
ウ
ズ
ラ
の
シ
チ
ュ
ー
へ
　
パ

テ
な
ど
は
　
《
c
o
m
p
o
t
e
》
　
と
呼
ば
れ
た
。
し
た
が
っ
て
へ
　
運
ば
れ

た
異
な
る
領
域
の
比
較
は
'
単
な
る
恩
い
っ
き
に
よ
っ
て
結
び
つ
け

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
へ
　
同
じ
カ
イ
エ
の
中

に
あ
る
別
の
断
章
で
は
'
「
書
物
を
た
と
え
る
際
へ
　
重
要
」
　
と
記
し

た
う
え
で
も
建
物
や
服
だ
け
で
は
な
-
戦
略
も
比
較
の
対
象
に
加

(
2
)

わ
っ
て
い
る
。
い
く
つ
も
の
断
片
に
み
る
書
き
直
し
は
'
プ
ル
ー
ス

ト
の
試
行
錯
誤
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
、
彼
自
身
も
書
き
と
め
て
い

る
よ
う
に
も
書
物
を
多
面
的
に
説
明
す
る
た
め
の
重
要
な
一
節
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
　
の
全
体
の
構
造
の
有
機
的
つ
な
が
り

に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
o
　
こ
こ
で
は
1
皿
の
牛
肉
料
理
を
供

す
る
つ
も
り
で
'
作
品
の
中
の
小
芋
苗
と
し
て
、
調
和
の
と
れ
た
味

を
も
つ
描
写
の
具
体
例
を
1
　
つ
あ
げ
て
お
き
た
い
。
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ス
ワ
ン
夫
人
の
肘
掛
椅
子
の
ル
イ
十
五
世
絹
の
よ
う
に
薄
い
ピ
ン

ク
や
'
彼
女
の
ク
レ
ー
プ
・
デ
シ
ン
の
部
屋
着
と
お
な
じ
雪
の
よ
う

な
白
さ
や
、
彼
女
の
サ
モ
ワ
ー
ル
の
よ
う
に
金
属
的
光
沢
を
し
た
赤

な
ど
の
へ
　
そ
の
菊
の
花
々
が
'
サ
ロ
ン
の
装
飾
の
上
に
も
　
さ
ら
に
重

ね
て
お
な
じ
よ
う
に
ゆ
た
か
な
へ
　
(
-
)
　
し
か
も
生
き
た
、
と
い
っ

て
も
数
日
の
寿
命
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
'
あ
ざ
や
か
な
色
彩
の
装

飾
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
の
を
見
た
　
(
-
)
し
か
し
そ
う
し
た
菊
の
花

が
、
十
一
月
の
午
後
の
お
わ
り
の
夕
も
や
の
な
か
に
も
華
や
か
に
落

目
が
燃
え
あ
が
ら
せ
て
い
る
へ
　
お
な
じ
よ
う
に
ピ
ン
ク
の
色
に
映
え
へ

お
な
じ
よ
う
に
赤
が
ね
色
に
映
え
る
あ
の
つ
か
の
ま
の
色
調
ほ
ど
は

か
な
い
も
の
で
は
な
-
、
む
し
ろ
比
較
的
生
命
の
長
い
こ
と
に
'
私

は
感
動
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
'
そ
し
て
ス
ワ
ン
夫
人
の
家
に
は

い
る
ま
え
に
な
か
め
た
夕
や
け
の
色
が
'
中
空
に
う
す
れ
て
消
え
そ

う
に
な
り
な
が
ら
へ
　
そ
の
ひ
と
と
き
へ
花
々
の
燃
え
た
よ
う
な
パ

レ
ッ
ト
に
の
び
'
移
し
か
え
ら
れ
て
い
る
の
を
へ
　
ふ
た
た
び
部
屋
の

(
2
)

な
か
で
見
出
す
の
で
あ
っ
た
　
(
I
,
5
8
5
-
5
8
6
)



(65)一着の服を仕立てるように

季
節
は
秋
で
も
冬
で
も
な
い
'
一
日
の
う
ち
の
昼
で
も
夜
で
も
な

い
'
唆
味
な
時
が
夕
も
や
に
つ
つ
ま
れ
て
た
ゆ
た
う
。
オ
デ
ッ
ト
の

部
屋
を
飾
る
菊
の
色
彩
、
白
へ
　
ピ
ン
ク
へ
赤
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
も

風
景
の
輪
郭
を
ぼ
か
す
の
に
ひ
と
役
か
っ
て
い
る
。
主
人
公
が
ス
ワ

ン
家
に
足
を
ふ
み
い
れ
る
前
に
見
た
落
日
と
同
じ
色
調
が
'
室
内
の

菊
の
色
に
見
出
さ
れ
'
さ
ら
に
家
具
や
オ
デ
ッ
ト
の
部
屋
着
に
繰
り

返
さ
れ
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
'
平
行
関
係
を
保
つ
よ
う
に
文
章

を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
色
調
の
繰
り
返
し
を
'
ま
た
交
差
配

列
法
(
c
h
i
a
s
m
e
)
　
に
よ
っ
て
へ
　
風
景
が
融
合
や
反
射
す
る
よ
う
す

(
2
)

を
巧
み
に
表
現
し
て
お
り
へ
　
こ
こ
に
は
内
容
と
形
式
の
一
致
が
み
ら

れ
る
。色

の
繰
り
返
し
に
よ
る
穏
や
か
な
律
動
は
'
寿
命
の
比
較
に
よ
っ

て
動
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
肱
掛
椅
子
の
布
地
や
服
に
染
め
ら

れ
た
色
は
長
-
生
き
生
き
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
菊
の
色
彩
は
数

日
の
寿
命
し
か
な
い
。
そ
れ
で
も
花
は
'
一
瞬
の
う
ち
に
完
全
燃
焼

す
る
か
の
よ
う
な
落
日
に
比
べ
れ
ば
生
命
が
長
い
。
燃
え
あ
が
る
夕

や
け
の
色
は
、
い
ま
に
も
消
え
入
り
そ
う
に
な
り
な
が
ら
部
屋
の
中

に
さ
し
こ
み
'
花
々
の
燃
え
た
つ
よ
う
な
色
彩
の
う
え
に
生
命
を
あ

ず
け
に
-
る
。
夕
や
け
の
色
が
の
び
て
き
て
と
ま
る
の
は
'
花
々
の

〟
パ
レ
ッ
-
″
　
の
う
え
で
あ
る
。
う
つ
ろ
い
や
は
か
な
さ
を
へ
　
パ

レ
ッ
ト
に
象
徴
さ
れ
る
芸
術
作
品
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
で
、
永
遠
性

を
獲
得
で
き
る
と
で
も
い
い
た
げ
で
あ
る
。
人
物
、
物
へ
大
気
の
融

合
に
よ
る
み
ご
と
な
調
和
的
空
間
は
、
ブ
フ
-
モ
ー
ド
に
お
け
る
素

材
と
ス
ー
プ
の
関
係
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
に
似
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス

ト
は
別
の
箇
所
で
い
っ
て
い
る
'
「
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
は
へ
　
そ

の
な
か
に
は
孤
立
し
た
タ
ッ
チ
は
一
つ
も
な
-
、
各
部
分
は
お
の
れ

の
存
在
理
由
を
そ
れ
ぞ
れ
他
の
部
分
に
負
う
と
と
も
に
へ
　
ま
た
そ
の

r
a

お
の
れ
の
存
在
理
由
を
他
の
部
分
に
も
負
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」

と
。牛

肉
料
理
と
並
べ
て
た
と
え
ら
れ
る
服
装
が
　
〝
構
図
〟
を
問
題
と

す
る
限
り
へ
　
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
い
う
バ
ル
ト
の
用
い
た
こ
と
ば
に
象

徴
さ
れ
る
よ
う
に
も
　
そ
れ
は
空
間
に
か
か
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
「
1

着
の
服
を
仕
立
て
る
よ
う
に
」
書
物
を
築
-
と
い
う
比
職
の
意
味
に
'

作
品
創
作
の
技
術
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
'

「
大
聖
堂
の
よ
う
に
」
と
い
う
比
職
と
な
ら
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

考
え
に
い
れ
る
な
ら
ば
へ
　
服
と
書
物
の
比
較
に
込
め
ら
れ
た
、
あ
る

い
は
隠
さ
れ
た
も
っ
と
深
い
意
味
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
プ

ル
ー
ス
ト
が
　
「
隠
喰
　
(
m
e
t
a
p
h
o
r
e
)
」
と
い
う
と
き
へ
　
単
な
る
比

職
　
(
c
o
m
p
a
r
a
i
s
O
n
)
　
も
含
む
が
へ
　
こ
の
　
「
隠
喰
」
　
の
発
見
こ
そ

が
主
人
公
を
文
学
創
造
へ
と
導
-
手
が
か
り
と
な
る
。
二
つ
の
異
な
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る
対
象
に
　
「
共
通
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ひ
き
だ
L
へ
　
そ
れ
ら
を
一
つ
の

メ
タ
フ
ァ
ー
の
な
か
で
、
時
の
偶
発
性
か
ら
ま
ぬ
が
れ
さ
せ
る
で
あ

(
2
)

ろ
う
と
き
」
真
実
が
は
じ
ま
る
、
と
信
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
服
へ
　
大

聖
堂
へ
　
そ
し
て
書
物
の
間
に
あ
る
共
通
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
服
の
描
写
に
関
し
て
も
っ
と
も
充
実
し
て
い

る
と
思
え
る
オ
デ
ッ
ト
の
服
装
に
注
目
し
て
み
た
い
。

な
ご
り
の
香
-
時
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

コ
コ
ッ
-
(
高
級
娼
婦
)
　
で
あ
っ
た
オ
デ
ッ
ト
は
、
盛
装
す
る
と

き
と
同
様
へ
ガ
ウ
ン
や
部
屋
着
を
纏
う
と
き
に
も
優
雅
さ
を
追
求
す

る
。
ス
ワ
ン
夫
人
と
な
っ
て
か
ら
も
服
装
へ
の
気
-
ぼ
り
が
義
務
の

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

一
人
娘
の
ジ
ル
ベ
ル
ト
が
十
四
、
五
歳
に
な
る
こ
ろ
に
は
'
オ

デ
ッ
ト
は
薄
地
の
ク
レ
ー
プ
デ
シ
ン
の
ガ
ウ
ン
や
'
シ
ル
ク
・
モ
ス

リ
ン
の
チ
ュ
イ
ヨ
ダ
ー
ジ
ュ
と
い
う
プ
-
I
ツ
入
り
の
部
屋
着
で
、

お
茶
の
時
間
に
訪
れ
た
主
人
公
を
迎
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
彼
女
の

服
装
の
美
学
に
特
徴
的
な
こ
と
は
'
最
新
流
行
を
身
に
つ
け
る
と
い

う
よ
り
は
'
過
ぎ
去
っ
た
も
の
へ
消
え
ゆ
-
も
の
を
す
て
去
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
。
「
す
で
に
時
代
お
く
れ
で
あ
っ
た
あ
の
よ
う
な
ド
レ

ス
の
思
い
出
の
な
か
に
現
在
わ
れ
わ
れ
が
ふ
た
た
び
見
出
す
ロ
マ
ネ

ス
ク
な
印
象
(
-
)
　
ス
ワ
ン
夫
人
は
そ
う
し
た
ド
レ
ス
を
ま
だ
見
す

(
2
)

て
な
か
っ
た
お
そ
ら
-
唯
一
の
ひ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
に

は
親
し
い
人
た
ち
を
む
か
え
る
と
き
に
オ
デ
ッ
ト
が
日
本
の
ガ
ウ
ン

を
着
る
こ
と
は
少
な
-
な
っ
て
い
た
。
代
わ
り
に
着
て
い
る
の
ほ
う

「
泡
立
つ
波
の
よ
う
な
'
ワ
ッ
ト
-
風
の
絹
の
化
粧
ガ
ウ
ン
」
　
な
の

で
あ
っ
て
、
オ
デ
ッ
-
の
サ
ロ
ン
は
、
「
極
東
は
だ
ん
だ
ん
十
八
世

(
8
)

紀
の
侵
略
を
受
け
て
退
却
し
っ
つ
あ
っ
た
」
　
の
で
あ
る
。

オ
デ
ッ
-
の
日
本
趣
味
に
関
し
て
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
へ
　
日
本
の

文
物
へ
の
関
心
を
残
り
香
程
度
に
し
か
小
説
の
中
に
薫
ら
せ
て
い
な

い
こ
と
が
'
時
代
背
景
の
焦
点
を
ぼ
か
し
へ
作
品
を
よ
り
普
遍
的
な

も
の
に
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
意
図
的
に
も
時

代
背
景
を
唆
味
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

『
花
咲
く
乙
女
た
ち
の
か
げ
に
』
　
の
中
で
'
主
人
公
が
画
家
エ
ル

ス
チ
ー
ル
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
れ
て
目
に
す
る
-
ス
・
サ
ク
リ
パ
ン
の

肖
像
画
は
'
性
別
へ
状
況
す
べ
て
に
お
い
て
暖
味
で
神
秘
性
に
み
ち

て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
'
カ
イ
エ
2
8
の
中
の
　
《
画
家
》
と
題
さ
れ

た
断
章
で
は
、
-
ス
・
サ
ク
-
パ
ン
の
肖
像
画
に
相
当
す
る
文
は
'

実
在
の
画
家
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
(
一
八
三
四
⊥
九
〇
三
)
　
の
　
《
陶
磁

(S3

の
国
の
姫
君
》
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
小
説

の
中
で
エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
同
時
代
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
ホ
イ
ッ
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(67)一着の服を仕立てるように

ス
ラ
ー
は
'
日
本
美
術
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お
り
へ

着
物
、
犀
風
へ
　
団
扇
な
ど
を
描
き
込
ん
だ
作
品
も
多
く
み
ら
れ
る
。

草
稿
の
段
階
で
は
'
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
エ
ル
ス

チ
ー
ル
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
絵
は
へ
　
こ
の
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
の
作
品
の

よ
う
に
犀
風
へ
　
団
扇
、
日
本
の
花
な
ど
に
と
り
か
こ
ま
れ
た
着
物
姿

の
女
性
の
肖
像
画
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
磁
器
の
花
瓶
に
生
け

ら
れ
た
花
と
そ
の
花
瓶
に
絵
付
け
さ
れ
た
花
と
が
共
鳴
し
合
い
へ
　
東

洋
の
人
形
の
置
物
と
そ
の
人
形
が
柄
と
な
っ
た
女
性
の
着
物
と
が
反

射
し
合
っ
て
い
て
'
ま
さ
に
ブ
フ
-
モ
ー
ド
に
込
め
ら
れ
た
プ
ル
ー

ス
ト
の
文
学
理
論
の
実
践
を
感
じ
さ
せ
る
描
写
の
一
つ
で
あ
る
。

最
終
稿
で
は
、
そ
の
絵
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
と
は
関
係
の
な
い
、
謎

め
い
て
い
て
神
秘
性
の
漂
う
-
ス
・
サ
ク
-
パ
ン
の
肖
像
画
に
書
き

か
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
へ
一
八
七
二
年
の
日
付
の
あ
る
そ
の
肖

像
画
の
モ
デ
ル
が
'
コ
コ
ッ
ト
時
代
の
オ
デ
ッ
ト
で
あ
る
こ
と
が
明

。
∵

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
へ
エ
ル
ス
チ
ー
ル
の
ア
ト
-
工

で
主
人
公
が
目
に
し
た
絵
が
'
も
し
「
日
本
の
ガ
ウ
ン
を
着
る
こ
と

は
少
な
く
な
っ
て
い
た
」
オ
デ
ッ
ト
の
、
日
本
の
着
物
を
着
て
い
た

こ
ろ
の
肖
像
画
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
-
ス
・
サ
ク
-
パ
ン

の
肖
像
画
に
込
め
ら
れ
た
'
謎
め
い
た
神
秘
性
へ
暖
昧
性
が
消
え

去
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
時
代
が
よ
り
鮮
明
に
映
し
出
さ
れ
る

か
わ
り
に
、
額
縁
に
は
め
込
ま
れ
た
絵
さ
な
が
ら
へ
時
代
背
景
が
動

き
を
失
う
。
そ
の
上
へ
小
説
に
お
け
る
時
間
の
流
れ
の
つ
じ
っ
ま
が

妙
に
合
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
'
「
長
い
あ
い
だ
へ
　
私
は
早
-
か

ら
寝
た
」
と
い
う
半
覚
醒
の
印
象
か
ら
始
ま
る
こ
の
作
品
に
お
け
る
へ

∴」、

バ
ル
ト
の
い
う
「
時
の
解
体
」
が
意
味
を
成
さ
な
く
な
る
。

ワ
ッ
ト
-
風
の
絹
の
化
粧
ガ
ウ
ン
に
話
を
戻
せ
ば
'
日
本
の
ガ
ウ

ン
も
ワ
ッ
ト
-
風
ガ
ウ
ン
も
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
ラ
イ
ン
で
あ
る
点

で
は
変
わ
り
な
い
。
ワ
ッ
ト
-
風
ガ
ウ
ン
は
後
身
頃
の
襟
元
か
ら
滝

の
よ
う
に
数
本
の
プ
-
-
ツ
が
流
れ
お
ち
て
い
る
も
の
で
'
装
飾
は

(
3
)

少
な
-
'
繊
細
で
し
な
や
か
な
雰
囲
気
を
も
っ
て
い
る
。
オ
デ
ッ
ト

が
好
ん
だ
理
由
は
、
単
に
十
八
世
紀
へ
の
懐
古
の
情
か
ら
だ
け
で
は

な
-
'
体
の
ラ
イ
ン
や
動
き
に
よ
っ
て
自
然
に
波
う
つ
シ
ル
エ
ッ
ト

を
つ
-
り
だ
す
'
コ
ル
セ
ッ
ト
を
着
装
し
な
い
二
十
世
紀
の
モ
ー
ド

に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
か
つ
て
は
オ
デ
ッ
ト
の
腰

に
不
自
然
な
ふ
-
ら
み
を
あ
た
え
て
い
た
ク
-
ノ
-
ン
や
ハ
ッ
ス
ル

の
た
ぐ
い
が
影
を
ひ
そ
め
た
こ
ろ
へ
　
そ
れ
で
も
過
ぎ
去
っ
た
時
代
の

な
ご
り
香
を
'
新
し
い
流
行
の
風
に
の
せ
て
漂
わ
せ
る
こ
と
を
忘
れ

な
か
っ
た
。
「
ど
こ
と
な
く
エ
レ
ガ
ン
ト
な
普
段
着
」
　
を
身
に
纏
っ

て
い
る
ス
ワ
ン
夫
人
の
さ
り
げ
な
さ
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
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ス
ワ
ン
夫
人
は
す
た
れ
た
あ
る
モ
ー
ド
の
な
ご
り
を
、
そ
れ
に

と
っ
て
か
わ
っ
た
モ
ー
ド
の
な
か
に
さ
え
保
と
う
と
し
へ
　
ま
た
実
際

に
そ
れ
を
保
つ
術
を
心
得
て
い
た
。
(
-
)
　
そ
の
ス
カ
ー
ト
は
'
深

い
赤
か
オ
レ
ン
ジ
色
の
あ
の
地
味
な
美
し
い
色
合
い
で
、
い
ま
の
流

行
色
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
だ
け
に
何
か
特
別
な
意
味
を
ふ
-
ん
で
い

る
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、
か
つ
て
の
裾
か
ざ
り
を
し
の
ば
せ
る
、

幅
広
の
黒
レ
ー
ス
が
透
か
し
彫
り
の
欄
干
さ
な
が
ら
、
そ
の
ス
カ
ー

ト
に
斜
め
に
か
か
っ
て
い
た
。
(
-
)
　
多
少
は
だ
け
た
彼
女
の
ジ
ャ

ケ
ッ
ト
の
下
に
へ
薄
地
ブ
ラ
ウ
ス
の
ぎ
ざ
ぎ
ざ
の
　
「
縁
飾
り
」
が
、

着
て
も
い
な
い
ベ
ス
ト
の
'
か
え
し
襟
が
の
ぞ
い
て
い
る
よ
う
に
見

え
た
'
と
い
う
の
は
そ
れ
よ
り
数
年
ま
え
に
'
そ
ん
な
ベ
ス
ト
の
一

つ
を
着
て
い
て
へ
　
そ
の
縁
に
や
は
り
軽
い
フ
-
ル
が
つ
い
た
も
の
を

好
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
彼
女
の
ス
カ
ー
フ
は
-
相
変
わ

ら
ず
あ
の
　
「
チ
ェ
ッ
ク
」
　
[
e
c
O
s
s
a
i
]
　
で
一
貫
し
て
い
た
が
、
色
合

い
は
ぐ
っ
と
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
　
(
赤
が
ピ
ン
ク
に
ヘ
音
が
-
ラ
色

に
な
っ
て
)
へ
　
最
新
流
行
の
生
地
の
、
玉
虫
色
の
タ
フ
タ
の
一
種
か

と
思
わ
れ
た
が
-
そ
れ
が
ど
こ
に
-
っ
つ
い
て
い
る
の
か
見
え
ず
に
'

顎
の
下
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、
い
ま
は
つ
け
な
い
あ
の
帽
子
の

「
顎
ひ
も
」
　
の
こ
と
を
お
も
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
(
)
,

6
0
8
)
　
(
強
調
は
筆
者
)

無
理
や
り
身
体
を
型
に
は
め
て
ラ
イ
ン
を
つ
く
る
コ
ル
セ
ッ
ト
や

ク
リ
ノ
リ
ン
か
ら
解
放
さ
れ
た
服
装
は
'
時
と
空
間
を
固
定
す
る
境

界
の
枠
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
い
る
。

古
-
は
ス
コ
ッ
-
ラ
ン
ド
の
ク
ラ
ン
　
(
氏
族
)
　
た
ち
の
紋
章
で

あ
っ
た
　
「
チ
ェ
ッ
ク
」
　
は
'
赤
へ
　
青
、
緑
へ
黄
、
白
の
原
色
で
綴
ら

れ
て
い
る
。
タ
ー
タ
ン
チ
ェ
ッ
ク
の
シ
ョ
ー
ル
の
流
行
は
フ
ラ
ン
ス

で
も
広
が
り
を
み
せ
へ
第
二
帝
政
期
に
な
る
と
女
性
の
服
装
に
も
と

り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
へ
　
1
八
九
〇
年
頃
に
は

ウ
ー
ル
地
の
タ
ー
タ
ン
チ
ェ
ッ
ク
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
大
流
行
し
た
。

時
代
は
そ
の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
が
'
プ
ル
ー
ス
ト
は
毛

織
物
よ
り
優
雅
な
「
最
新
流
行
の
生
地
」
　
に
織
ら
れ
た
チ
ェ
ッ
ク
の

(
8
)

ス
カ
ー
フ
を
オ
デ
ッ
ト
の
た
め
に
選
ん
で
い
る
。
鳩
羽
の
よ
う
に
方

向
に
よ
っ
て
色
が
変
わ
る
タ
フ
タ
地
ゆ
え
に
色
合
い
が
や
わ
ら
か
く

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
伝
統
美
が
流
行
の
生

地
に
織
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
た
に
息
づ
く
さ
ま
は
、
伝

統
を
卒
み
つ
つ
絶
え
ず
色
調
を
変
え
る
プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
そ
の
も

の
を
お
も
わ
せ
る
。

も
し
文
学
作
品
に
描
か
れ
る
服
装
が
'
あ
る
時
代
に
特
徴
的
な
流

行
で
か
た
め
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
'
特
定
の
時
代
が
は
な
つ
強
い

香
り
に
、
残
り
香
は
望
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
別
の
ス
タ
イ
ル

〟2



(69)一着の服を仕立てるように

を
追
い
求
め
る
の
で
は
な
く
へ
過
去
の
な
つ
か
し
さ
を
新
し
さ
に
溶

け
込
ま
せ
る
。
オ
デ
ッ
ト
に
　
〟
流
行
″
　
の
は
か
な
さ
と
幻
想
よ
り
は
'

〟
変
遷
〟
　
の
持
続
と
厚
み
を
身
に
つ
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
の
作
品
に
オ
デ
ッ
-
の
装
い
と
同
じ
な
ご
り
の
香
を

き
-
に
は
、
千
年
の
古
き
言
語
形
式
や
家
伝
の
妙
法
を
も
ち
だ
す
フ

ラ
ン
ソ
ワ
-
ズ
や
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
聖
歌
調
の
古
い
フ
ラ
ン
ス
を
し
の

ば
せ
る
「
パ
リ
の
物
売
り
の
呼
び
声
」
に
耳
を
傾
け
る
だ
け
で
も

じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
古
着
屋
は
「
古
着
へ
古
着
屋
、

1

.

　

　

　

し

古
-
着
」
へ
古
-
着
と
い
う
よ
う
に
二
つ
の
音
節
の
問
に
沈
黙
を
置

く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
　
「
典
礼
的
な
休
止
」
は
聖
歌
の
朗
唱
調
を
呼

(
」
)

び
起
こ
す
の
で
あ
る
。

時
空
を
こ
え
て
'
わ
れ
わ
れ
の
耳
に
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
響
き
渡

(
」
)

る
「
無
花
果
へ
　
瓜
へ
　
員
な
ど
を
売
る
行
商
人
の
呼
び
声
」
が
ラ
ス
キ

ン
の
書
物
か
ら
反
響
の
よ
う
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
へ
　
彼

が
詳
細
に
説
明
す
る
　
「
ゴ
ン
ド
リ
工
の
呼
び
声
」
　
は
'
プ
ル
ー
ス
ト

の
　
「
パ
リ
の
物
売
り
の
呼
び
声
」
　
へ
と
再
び
誘
う
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
運
河
の
角
で
は
'
ゴ
ン
ド
-
エ
た
ち
が
衝
突
の
危
険
を
さ
け
る
た

め
の
　
「
プ
レ
-
・
エ
ー
」
　
[
P
r
e
m
i
-
e
]
　
と
二
箇
所
に
ア
ク
セ
ン
ト

の
あ
る
長
-
引
き
伸
ば
し
た
声
に
続
き
へ
　
「
ア
-
・
プ
レ
-
-
」

(S)

[
A
h
 
P
r
e
m
i
]
　
と
語
尾
に
鋭
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
い
た
呼
び
声
を

聞
く
の
で
あ
る
。

『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
　
に
'
伝
統
や
過
去
の
偉
大
な
文
学
が

織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
主
人

公
に
対
す
る
祖
母
の
愛
に
、
セ
ヴ
ィ
ニ
エ
夫
人
の
、
娘
へ
の
愛
が
重

ね
ら
れ
、
古
典
文
学
と
卑
近
な
日
常
と
の
不
調
和
な
結
合
が
、
ユ
I

(
8
)

モ
ア
を
生
み
出
す
場
面
に
、
ラ
シ
ー
ヌ
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
時
と

し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
社
会
や
社
交
界
の
あ
る
描
き
か
た
に
バ
ル
ザ
ッ

ク
を
、
印
象
表
現
の
し
か
た
に
フ
ロ
ベ
ー
ル
を
感
じ
と
る
。
オ
デ
ッ

ト
の
装
い
の
場
合
と
同
様
へ
幾
層
に
も
重
な
る
過
去
の
存
在
へ
の
現

在
か
ら
の
透
視
は
'
未
来
の
展
望
へ
と
つ
な
が
る
。
伝
統
と
歴
史
の

深
み
へ
　
変
化
の
兆
が
も
つ
玉
虫
色
の
奥
ゆ
き
へ
　
追
想
か
ら
ほ
の
か
に

立
ち
の
ぼ
る
な
ご
り
の
香
と
い
う
過
去
の
残
像
を
擁
し
て
未
来
に
生

き
る
の
で
あ
る
。

ぬ
ぐ
装
い
の
美
学

装
い
は
異
な
っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
エ
レ
ガ
ン
ス
を
ス
ワ
ン
夫
人
は

保
っ
て
い
る
。
別
の
あ
る
日
へ
　
お
茶
の
時
間
に
訪
れ
た
主
人
公
を
'

肩
で
着
る
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
で
は
な
-
'
午
後
の
外
出
着
の
よ
う

に
軽
-
体
に
そ
っ
た
ラ
イ
ン
の
ド
レ
ス
姿
で
迎
え
て
く
れ
る
。
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青
い
ビ
ロ
ー
ド
の
コ
ル
サ
ー
ジ
ュ
の
わ
ず
か
な
切
込
み
明
き
に
、

ア
ン
リ
二
世
風
の
　
「
ス
-
ツ
ト
」
　
へ
の
連
想
が
か
よ
い
へ
　
黒
サ
テ
ン

の
ド
レ
ス
に
は
'
肩
口
の
軽
い
ふ
-
ら
み
で
一
八
三
〇
年
型
の
　
「
マ

(ァ)

ン
シ
ュ
・
ア
・
ジ
ゴ
」
が
し
の
ば
れ
'
反
対
に
ス
カ
ー
-
の
軽
い
ふ

-
ら
み
に
、
ル
イ
十
五
世
風
の
　
「
パ
ニ
エ
」
　
が
し
の
ば
れ
'
(
-
)

現
在
の
生
活
の
か
げ
に
お
ぼ
ろ
げ
な
過
去
の
思
い
出
の
よ
う
な
も
の

を
ほ
の
め
か
し
て
'
ス
ワ
ン
夫
人
の
人
柄
に
歴
史
の
'
ま
た
は
小
説

の
女
主
人
公
の
よ
う
な
魅
力
を
そ
え
て
い
た
。
(
I
,
6
1
0
)

の
部
分
は
十
四
世
紀
の
も
の
で
'
祭
壇
の
い
く
つ
か
と
装
飾
物
な
ど

は
十
五
、
十
六
世
紀
へ
　
そ
し
て
モ
ザ
イ
ク
の
新
し
い
部
分
は
十
七
世

紀
の
も
の
で
あ
る
　
(
-
)
　
(
T
h
e
 
S
t
o
n
e
s
 
o
f
 
V
e
n
i
c
e
,
I
I
,
p
p
.
7
7
-

7
8
)

244

す
で
に
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
ク
リ
ノ
リ
ン
や
ハ
ッ
ス
ル
の
代
わ
り

に
へ
　
ス
カ
ー
ト
や
袖
の
ふ
-
ら
み
に
過
ぎ
去
っ
た
「
時
」
を
す
べ
り

込
ま
せ
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
こ
.
 
Q
よ
う
な
歴
史
感
覚
へ
消
滅
し

て
い
く
も
の
へ
の
一
種
の
情
や
共
感
は
ラ
ス
キ
ン
に
負
う
と
こ
ろ
が

大
き
い
。
サ
ン
・
マ
ル
コ
聖
堂
に
つ
い
て
述
べ
た
ラ
ス
キ
ン
の
文
章

を
読
ん
で
み
よ
う
。
聖
堂
と
服
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
プ
ル
ー
ス

ト
の
文
と
重
な
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
献
堂
は
十
1
世
紀
で
あ
る
が
へ
　
し
か
し
も
っ
と
も
重
要
な
外

部
装
飾
の
一
つ
に
は
ま
ち
が
い
な
-
手
が
加
え
ら
れ
て
お
り
へ
　
(
-
)

そ
れ
は
十
三
世
紀
に
な
さ
れ
て
い
る
　
(
-
)
。
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
様
式

教
会
に
見
出
せ
る
こ
の
よ
う
な
時
の
重
層
が
'
プ
ル
ー
ス
ト
の
措

写
す
る
服
装
に
透
け
て
み
え
る
。
彼
は
、
ラ
ス
キ
ン
が
教
会
に
向
け

る
の
と
同
じ
ま
な
ざ
し
を
'
服
に
対
し
て
そ
そ
い
で
い
る
。
ラ
ス
キ

ン
は
過
去
の
時
代
の
建
築
を
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
保
存
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
t
　
と
説
き
へ
建
築
の
最
大
の
栄
光
は
「
建
物
の
経
た
時

(S)

代
」
　
の
う
ち
に
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
。
ブ
ル
ー
ス
-
の
コ
ン
プ

レ
I
の
教
会
も
ま
た
こ
の
よ
う
に
時
代
を
経
た
教
会
で
あ
っ
た
。
十

一
世
紀
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
鈍
重
な
部
分
が
'
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の

な
か
に
と
き
お
り
姿
を
あ
ら
わ
す
。
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
内
陣
を

ひ
ろ
げ
「
柱
か
ら
柱
へ
、
小
祭
壇
か
ら
小
祭
壇
へ
」
と
空
間
と
と
も

に
「
時
」
を
含
み
こ
め
て
い
き
ち
　
コ
ン
プ
レ
-
の
教
会
は
「
四
次
元

3
越
E

の
空
間
」
を
占
め
る
建
物
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
ラ

ス
キ
ン
か
ら
'
聖
堂
に
　
「
時
」
を
読
む
こ
と
を
学
ん
だ
か
も
し
れ
な

い
へ
　
し
か
し
へ
服
装
に
時
の
層
を
み
る
の
は
彼
独
白
の
発
想
で
あ
ろ

う
。
モ
ー
ド
と
は
流
れ
行
く
も
の
で
あ
る
が
へ
　
そ
の
流
行
に
さ
え
も



(71)一着の服を仕立てるように

芸
術
的
普
遍
性
を
見
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
プ
ル
ー
ス
ト

ら
し
い
。

ラ
ス
キ
ン
は
ま
た
へ
　
聖
堂
を
説
明
す
る
の
に
し
ば
し
ば
服
や
服
飾

の
比
職
を
用
い
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
'
教
会
建
築
の
有
機
的

つ
な
が
り
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
よ
う
す
を
、
服
の
仕
立
て
に
た
と

え
て
い
る
。
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
　
の
中
で
ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
大
聖

堂
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
-
だ
り
で
あ
る
。

聖
堂
側
面
の
入
り
口
に
は
二
つ
の
十
字
架
が
あ
り
へ
　
こ
れ
ら
は
大

理
石
の
厚
板
か
ら
刻
み
だ
さ
れ
た
も
の
で
'
か
つ
て
は
ゆ
た
か
な
細

密
彫
刻
が
板
の
表
面
全
体
を
お
お
っ
て
い
た
が
'
十
字
架
の
表
面
に

部
分
的
に
あ
と
を
と
ど
め
る
の
み
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
意
匠
に

あ
っ
た
線
は
　
(
-
)
切
込
み
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
っ
て
お

り
へ
　
ち
ょ
う
ど
模
様
の
入
っ
た
シ
ル
ク
地
を
裁
断
し
て
仕
立
て
た
と

き
の
よ
う
で
あ
る
。
(
-
)
装
飾
さ
れ
た
大
理
石
も
'
建
築
家
に

と
っ
て
は
'
婦
人
服
仕
立
屋
に
と
っ
て
の
反
物
の
レ
ー
ス
か
刺
繍
の

よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
仕
立
屋
は
必
要
と
す
る

部
分
を
図
柄
の
切
れ
目
が
ど
こ
に
な
る
か
な
ど
に
は
ほ
と
ん
ど
お
構

い
な
し
に
切
り
と
っ
て
し
ま
う
の
だ
　
{
T
h
e
 
S
t
o
n
e
s
 
o
f
 
V
e
n
i
c
e
,

II,pp.28-29)

プ
ル
ー
ス
ト
が
'
書
物
を
編
む
こ
と
の
た
と
え
に
フ
ラ
ン
ソ
ワ
-

ズ
の
裁
縫
を
思
い
つ
い
た
よ
う
に
'
ラ
ス
キ
ン
は
'
大
聖
堂
を
築
-

様
子
に
お
針
子
た
ち
が
服
を
仕
立
て
る
た
と
え
を
も
ち
だ
し
て
い
る
。

細
密
な
彫
刻
で
装
飾
さ
れ
た
大
理
石
が
'
刺
繍
や
レ
ー
ス
の
反
物
に

重
な
る
。
こ
の
聖
堂
の
出
入
り
口
の
前
に
立
つ
と
き
'
無
頓
着
な
裁

断
に
よ
っ
て
模
様
が
台
無
し
に
な
っ
て
い
る
服
を
目
に
し
た
と
き
と

同
じ
よ
う
な
無
念
さ
を
感
じ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
ラ
ス
キ
ン
は
ま

た
別
の
と
こ
ろ
で
へ
　
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
装
飾
の
重
要
性
を
強
調
し
て

お
り
へ
柱
頭
へ
帯
類
な
ど
に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
彫
刻
は
'
意
味
の
な
い

図
柄
の
反
復
や
単
な
る
装
飾
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
'
そ
こ
に
物
語
や
'

生
活
や
'
歴
史
が
し
る
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き
へ
前

/
c
3
>

者
の
場
合
を
、
「
取
り
扱
い
に
-
い
服
装
」
　
に
た
と
え
て
い
る
。

服
装
や
料
理
な
ど
'
日
常
生
活
の
中
の
小
さ
な
も
の
へ
身
近
な
も

の
に
も
芸
術
性
が
潜
む
と
す
る
見
か
た
は
ラ
ス
キ
ン
と
プ
ル
ー
ス
ト

に
共
通
す
る
芸
術
観
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
も
ま
た
へ
親
し
み
深
い

ま
な
ざ
し
で
教
会
を
み
て
い
た
。
服
装
の
比
職
は
ラ
ス
キ
ン
か
ら
着

想
を
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
プ
ル
ー
ス
ト
は
さ
ら
に
一
歩

進
め
て
、
逆
に
服
に
大
聖
堂
を
み
る
こ
と
も
す
る
。

ス
ワ
ン
夫
人
が
ボ
ワ
大
通
り
を
散
歩
す
る
時
へ
　
あ
た
た
か
い
の
で

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
　
「
胸
を
ひ
ら
い
た
り
'
す
っ
か
り
ぬ
ぎ
さ
っ
た
り
」
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し
て
'
主
人
公
に
そ
れ
を
も
た
せ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
あ
る
日
、
主
人
公
が
手
に
し
て
い
る
彼
女
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の

な
か
に
発
見
が
あ
っ
た
。

私
が
　
(
-
)
　
う
っ
と
り
と
み
と
れ
た
の
ほ
う
私
の
腕
に
か
か
っ
た

彼
女
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
の
柚
の
'
繊
細
な
魅
力
に
あ
ふ
れ
た
細
工
、
な

ん
と
も
い
え
な
い
甘
美
な
色
合
い
の
帯
状
飾
り
と
か
へ
　
ふ
だ
ん
は
人

目
に
隠
さ
れ
て
い
る
モ
ー
ヴ
色
の
サ
テ
ン
の
あ
し
ら
い
と
か
の
へ
　
そ

と
に
見
え
る
部
分
と
お
な
じ
よ
う
に
や
は
り
て
い
ね
い
に
仕
立
て
あ

げ
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
'
こ
れ
ま
で
誰
の
日
に

も
ふ
れ
な
か
っ
た
の
に
'
あ
る
芸
術
家
が
ふ
と
し
た
旅
の
偶
然
で

(
-
)
　
大
聖
堂
の
高
層
を
の
ぼ
る
あ
い
だ
に
、
は
じ
め
て
見
つ
け
だ

し
た
ゴ
チ
ッ
ク
彫
刻
、
八
十
尺
も
あ
る
手
摺
の
裏
に
隠
れ
て
い
て
も

正
面
大
玄
関
の
浮
彫
と
お
な
じ
よ
う
に
完
全
な
技
巧
が
ほ
ど
こ
さ
れ

て
い
る
あ
の
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
に
似
て
い
る
の
で
あ
っ
た
　
(
I
,
6
2
7
)

こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
、
暗
示
に
よ
る
の
で
は
な
く
へ
　
服
装
に

大
聖
堂
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
服
、
大
聖
堂
へ
　
そ
し
て

書
物
の
三
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
る
共
通
の
エ
ッ
セ
ン
ス
と
し
て
の

隠
さ
れ
た
「
時
」
を
'
透
視
す
る
ま
な
ざ
し
で
み
て
き
た
。
加
え
て

こ
の
〓
即
か
ら
は
'
服
の
仕
立
て
と
同
じ
よ
う
に
'
書
物
や
大
聖
堂

を
築
-
こ
と
は
'
あ
る
意
味
で
「
手
仕
事
」
　
で
あ
る
と
す
る
考
え
か

(
3
)

た
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
ス
キ
ン
が
教
会
建
築
に
つ
い
て

語
る
と
き
'
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
こ
と
で
も
あ
る
。
手
仕
事
は
指

先
の
仕
事
で
は
決
し
て
な
く
へ
　
人
間
の
内
面
の
営
み
、
魂
の
仕
事
で

あ
り
'
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
絵
画
に
つ
い
て
い
っ
た

(
8
)

「
精
神
的
な
事
柄
　
(
C
o
s
a
 
m
e
n
t
a
l
e
)
」
　
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
つ

な
が
る
。

こ
の
こ
と
が
ら
に
関
連
し
て
と
り
わ
け
重
要
な
点
は
'
オ
デ
ッ
ト

と
同
様
プ
ル
ー
ス
ト
は
、
ぬ
ぐ
装
い
の
美
学
と
で
も
い
う
べ
き
も
の

身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
〟
ぬ
ぐ
″
　
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ

ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
も
の
を
人
目
に
ふ
れ
る
状
態
に
置
く
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
　
〟
隠
れ
た
部
分
の
技
巧
を
重
ん
じ
る
″
と
い
う
芸
術

に
対
す
る
作
家
の
根
本
的
姿
勢
が
生
ま
れ
る
。
コ
コ
ッ
ト
時
代
の
オ

デ
ッ
ト
に
と
っ
て
「
一
目
の
頂
点
は
、
社
交
界
の
た
め
に
着
物
を
着

{
e
n
)

る
と
き
で
は
な
-
'
一
人
の
男
の
た
め
に
着
物
を
ぬ
ぐ
と
き
」
　
で

あ
っ
た
。
ス
ワ
ン
夫
人
と
な
っ
て
か
ら
も
'
衣
裳
を
ぬ
ぐ
こ
と
を
意

識
し
た
エ
レ
ガ
ン
ス
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
作
品
の
別
の
箇
所
で
も
'

ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
て
い
る
あ
い
だ
は
気
づ
か
れ
る
見
込
み
の
な
か
っ

(S)

た
「
無
数
の
こ
ま
か
い
手
仕
事
」
を
や
わ
ら
か
な
素
材
の
ブ
ラ
ウ
ス

246



(73)一着の服を仕立てるように

に
見
つ
け
る
が
'
主
人
公
は
そ
の
手
仕
事
を
音
楽
に
た
と
え
て
'
作

曲
家
が
細
心
の
注
意
を
こ
め
て
作
っ
た
'
聴
衆
の
耳
に
は
け
っ
し
て

届
-
は
ず
は
な
い
と
お
も
わ
れ
る
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
あ
る
部
分
の
よ

う
だ
へ
　
と
感
じ
る
。

聖
堂
の
彫
刻
に
た
と
え
ら
れ
た
服
の
細
部
は
、
当
然
、
プ
ル
ー
ス

ト
の
文
体
に
つ
い
て
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
文
体

の
技
巧
は
時
に
隠
さ
れ
て
い
る
が
'
細
心
に
準
備
さ
れ
て
い
た
こ
と

を
知
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
驚
-
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
観
が
こ
の
服
装

の
描
写
の
中
の
'
ふ
だ
ん
は
人
目
に
ふ
れ
な
い
　
「
繊
細
な
細
工
」
　
に
'

「
帯
状
飾
り
」
　
に
、
ひ
そ
か
に
縫
い
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
'
服
装
に
時
の
層
や
大
聖
堂
が
含
ま
れ
て
い
る
事
実

を
明
ら
か
に
す
る
過
程
で
も
築
か
れ
る
べ
き
書
物
に
つ
い
て
の
観
念

も
'
そ
こ
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
透
か
し
み
て
き
た
。
過
ぎ

去
っ
た
「
時
」
を
'
ク
-
ノ
-
ン
の
代
わ
り
に
へ
　
ス
カ
ー
ト
や
柚
の

ふ
く
ら
み
に
す
べ
り
込
ま
せ
て
い
る
前
掲
の
描
写
に
続
-
文
章
は
注

目
に
値
す
る
。

形
式
が
重
ね
合
わ
さ
れ
'
そ
こ
に
隠
れ
た
伝
統
が
強
-
根
ざ
し
て
い

る
よ
う
に
'
ス
ワ
ン
夫
人
の
装
い
の
な
か
に
は
'
ジ
レ
-
と
か
へ
巻

き
毛
と
か
の
'
あ
の
さ
だ
か
で
は
な
い
思
い
出
や
'
と
き
に
は
瞬
-

間
に
す
た
れ
た
　
「
ソ
-
・
タ
ン
・
バ
ル
ク
」
　
へ
の
流
行
へ
　
「
つ
い
て

お
い
で
若
者
よ
」
　
へ
の
か
す
か
な
暗
示
に
い
た
る
ま
で
が
異
体
的
な

形
で
示
さ
れ
て
、
(
-
)
　
も
っ
と
古
い
昔
の
は
か
の
い
ろ
ん
な
似
か

よ
っ
た
型
の
お
も
か
げ
を
へ
未
完
成
の
ま
ま
に
恩
い
う
か
べ
さ
せ
へ

ス
ワ
ン
夫
人
を
何
か
高
貴
な
も
の
で
つ
つ
ん
で
い
た
(
-
)
　
(
I
,

6
0
8
-
6
0
9
)

若
い
人
た
ち
は
'
彼
女
の
衣
裳
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
'
こ
う
い

う
で
あ
ろ
う
へ
　
「
ス
ワ
ン
夫
人
こ
そ
一
つ
の
時
代
全
体
を
あ
ら
わ
す

人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?
」
美
し
い
文
体
の
な
か
に
も
　
さ
ま
ざ
ま
の

衣
裳
を
文
体
に
た
と
え
た
貴
重
な
〓
即
で
あ
る
。
教
会
建
築
に
つ

い
て
も
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
「
さ
ま
ざ
ま
の
形
式
が
か
さ
ね

あ
わ
さ
れ
」
　
と
か
、
「
か
-
れ
た
伝
統
が
強
-
根
ざ
し
て
い
る
」
　
と

い
う
こ
と
ば
を
目
に
す
る
と
き
へ
　
理
想
と
す
る
文
体
の
あ
り
方
を
服

の
描
写
に
姿
を
借
り
て
述
べ
よ
う
と
し
た
プ
ル
ー
ス
ト
の
意
図
が
う

か
が
い
知
れ
る
。

レ
オ
・
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
フ
ロ
ベ
ー
ル
が

嫌
っ
た
関
係
代
名
詞
へ
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
好
み
に
十
七
世
紀
の
空
気

を
感
じ
へ
　
「
白
い
石
　
(
l
a
 
p
i
e
r
r
e
 
b
l
a
n
c
h
e
)
」
　
の
か
わ
り
に
　
「
石

の
白
さ
　
(
l
a
 
b
l
a
n
c
h
e
u
r
 
d
e
 
l
a
 
p
i
e
r
r
e
)
」
　
と
い
う
類
の
表
現
に
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繰
り
返
し
出
会
う
と
ユ
ゴ
ー
や
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
の
影
を
感
じ
る
。

そ
う
か
と
お
も
え
ば
'
夢
想
を
あ
ら
わ
す
条
件
法
の
使
用
に
フ
ロ

(
c
o
j

ベ
ー
ル
を
お
も
う
。
時
に
、
ラ
シ
ー
ヌ
の
筆
の
は
こ
び
を
感
じ
た
り
、

流
麗
な
文
章
に
ラ
ス
キ
ン
を
読
む
思
い
が
し
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

プ
ル
ー
ス
ト
は
1
九
二
〇
年
へ
　
ジ
ャ
ン
・
ド
・
ピ
エ
ー
ル
7
-
宛
の

書
簡
の
中
で
'
文
学
の
根
源
的
な
あ
り
か
た
を
説
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。
「
私
は
'
も
っ
と
も
新
し
い
現
代
と
'
も
っ
と
も
格

式
ぼ
っ
た
過
去
の
両
方
か
ら
借
用
し
た
要
素
を
'
同
じ
ひ
と
つ
の
文

(S)

の
な
か
に
溶
け
込
ま
せ
て
い
る
何
人
か
の
作
家
を
知
っ
て
い
ま
す
。
」

結
び

最
終
巻
『
見
出
さ
れ
た
時
』
　
の
中
で
、
ジ
ル
ベ
ル
ト
と
ゲ
ル
マ
ン

ト
一
族
の
貴
公
子
ロ
ベ
ー
ル
・
ド
・
サ
ン
-
ル
ー
と
の
間
に
生
ま
れ

た
l
人
の
娘
が
主
人
公
の
前
に
現
れ
る
。
「
彼
女
は
私
の
青
春
に
似

(S)

て
い
た
。
」
　
サ
ン
-
ル
ー
嬢
を
見
て
、
自
分
が
失
っ
た
年
月
か
ら
形

づ
く
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
。
そ
し
て
へ
　
「
結
局
こ
の
時
の
観
念
は
'

私
に
と
っ
て
究
極
の
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
確
信
を

得
る
に
い
た
る
。
文
学
創
造
に
「
い
ま
こ
そ
着
手
す
べ
き
と
き
で
あ

る
」
と
強
-
感
じ
た
(
私
)
　
は
'
と
り
か
か
ろ
う
と
す
る
仕
事
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
そ
れ
が
ど
う
い
う
書
物
で
あ
る
か
と
い

う
観
念
を
ざ
っ
と
あ
た
え
る
だ
け
で
も
、
も
っ
と
も
高
次
で
も
　
ま
っ

た
-
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
芸
術
か
ら
比
較
を
借
り
て
こ
な
-

0
3
)

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
と
。

服
装
の
描
写
を
読
み
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
へ
　
プ
ル
ー
ス
ト

の
文
体
や
文
学
観
に
つ
い
て
視
覚
的
映
像
つ
き
で
読
む
こ
と
に
な
る
。

古
い
昔
の
さ
ま
ざ
ま
な
型
の
お
も
か
げ
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
ス
ワ

ン
夫
人
は
'
大
聖
堂
と
同
じ
よ
う
に
時
代
の
層
を
身
に
纏
っ
て
い
る
。

彼
女
の
服
装
の
か
げ
に
、
隠
さ
れ
た
伝
統
や
時
が
あ
っ
た
。
〟
隠
す
″
 
ち

″
重
ね
る
″
　
こ
と
と
、
〟
ぬ
ぐ
″
 
、
〟
は
が
す
″
　
こ
と
と
は
深
い
と
こ
ろ

で
意
識
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
っ
て
重
ね
ら
れ
た

層
は
'
作
品
を
読
む
側
か
ら
の
積
極
的
な
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て

透
け
て
み
え
た
り
へ
　
ふ
と
し
た
偶
然
に
よ
っ
て
気
づ
い
た
り
す
る
。

こ
う
し
た
機
会
と
な
り
う
る
こ
と
が
ら
を
'
ペ
ー
ジ
の
う
し
ろ
に
し

の
ば
せ
'
行
間
に
す
べ
り
込
ま
せ
な
が
ら
へ
読
者
に
さ
し
だ
し
て
い

る
の
が
ま
さ
に
ブ
ル
ー
ス
-
の
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
書
物
の

水
面
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
宝
庫
で
あ
る
。
人
は
本
を
読
む
と

1

4

)

き
自
分
自
身
を
読
む
t
　
と
彼
は
い
う
。
時
を
経
て
ま
た
読
む
と
き
'

新
た
な
自
分
を
よ
り
ゆ
た
か
に
読
む
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
読
者

の
内
面
に
も
そ
れ
だ
け
層
の
重
な
り
が
増
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
。

「
小
説
と
は
往
来
に
沿
っ
て
持
ち
運
ば
れ
る
鏡
で
あ
る
」
　
と
　
『
赤
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(75)一着の服を仕立てるように

と
黒
』
　
の
中
で
い
っ
た
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
よ
う
に
'
あ
る
一
時
代
全

体
の
展
開
を
め
ぐ
り
な
が
ら
へ
　
プ
ル
ー
ス
ト
は
過
ぎ
去
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
時
代
の
存
在
を
も
透
か
し
て
み
蹄
亡
る
。
あ
た
か
も
映
写
機
で
同

時
代
の
変
遷
を
映
し
な
が
ら
、
Ⅹ
線
撮
影
に
よ
っ
て
過
去
の
時
の
層

を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
か
の
よ
う
に
、
立
体
的
、
多
面
的
に
'
社
会

や
人
間
へ
物
や
事
象
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
説

は
現
在
の
生
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
'
歴
史
や
伝
統
が
和
音
を
奏
し
な
が

ら
合
流
し
て
、
よ
り
ゆ
た
か
な
響
き
を
た
て
る
。

(
-
0
 
J
o
h
n
 
R
u
s
k
i
n
,
T
h
e
 
S
t
o
n
e
s
 
o
f
 
V
e
n
i
c
e
,
t
.
I
I
,
1
9
0
4
,
T
h
e

W
o
r
k
s
o
f
J
o
h
n
R
u
s
k
i
n
,
X
,
E
d
i
t
e
d
b
y
E
.
T
.
C
o
o
k
a
n
d
A
l
e
x
-

a
n
d
e
r
 
W
e
d
d
e
r
b
u
r
n
,
L
o
n
d
o
n
,
L
i
b
r
a
r
y
 
E
d
i
t
i
o
n
,
1
9
0
3
-

1
9
1
2
,
3
9
v
o
l
u
m
e
s
,
p
.
1
6
3
.
詩
人
ト
マ
ス
・
グ
レ
イ
T
h
o
m
a
s

G
r
a
y
(
1
7
1
6
-
1
7
7
1
)
の
叙
事
詩
T
h
e
B
a
r
d
,
i
i
,
1
.
か
ら
'
ラ
ス
キ

ン
に
よ
る
引
用
。

(
2
)
　
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
　
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
　
の
出
典

表
示
は
、
ジ
ャ
ン
=
イ
ヴ
・
タ
デ
ィ
エ
(
J
e
a
n
-
Y
v
e
s
T
a
d
i
e
)
　
責

任
編
集
の
新
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
全
四
巻
　
(
M
a
r
c
e
l
 
P
r
o
u
s
t
,
A
 
l
a

r
e
c
h
e
r
c
h
e
 
d
u
 
t
e
m
p
s
 
p
e
r
d
u
,
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
B
i
b
l
i
o
t
h
e
q
u
e
 
d
e

l
a
 
P
l
&
a
d
e
,
1
9
8
7
-
1
9
8
9
,
4
　
v
o
】
u
m
e
s
)
　
に
も
と
づ
き
、
巻
数
と

頁
数
の
み
を
記
す
。
翻
訳
は
基
本
的
に
井
上
究
一
郎
訳
へ
　
鈴
木
道
彦

訳
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

O
)
　
I
V
,
6
1
0
.
原
文
は
u
n
e
r
o
b
e
(
ド
レ
ス
)
と
な
っ
て
い
る
か
へ

一
種
の
換
職
的
表
現
と
解
釈
し
て
、
「
l
着
の
服
」
と
訳
し
た
.

O
)
　
R
o
l
a
n
d
 
B
a
r
t
h
e
s
,
穴
L
o
n
g
t
e
m
p
s
 
i
e
 
m
e
s
u
i
s
 
c
o
u
c
h
e
 
d
e

b
o
n
n
e
h
e
u
r
e
サ
,
d
a
n
s
L
e
b
r
u
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
l
a
l
a
n
g
u
e
,
S
e
u
i
l
,

1
9
8
4
,
p
.
3
1
7
.

0
)
　
I
b
i
d
.

(
<
-
)
　
I
V
,
6
1
1
.
ォ
d
e
n
t
e
l
l
e
サ
　
(
レ
ー
ス
)
　
と
い
う
語
は
t
 
K
d
e
n
t
e
l
l
e

d
e
 
p
i
e
r
r
e
》
　
で
ゴ
チ
ッ
ク
建
築
の
窓
上
部
な
ど
に
見
ら
れ
る
石
の

透
か
し
飾
り
へ
　
ト
レ
ー
サ
リ
ー
の
こ
と
を
い
う
の
に
用
い
ら
れ
る
。

O
)
　
I
V
,
6
1
2
.
一
九
〇
九
年
七
月
セ
リ
ー
ヌ
・
コ
タ
ン
宛
の
書
簡
の

中
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
お
い
し
い
ブ
フ
-
モ
ー
ド
を
作
っ
て
も
ら
っ

た
こ
と
へ
の
お
礼
を
述
べ
へ
　
自
分
の
文
章
や
作
品
を
そ
の
料
理
に
た

と
え
て
い
る
　
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
e
M
a
r
c
e
l
P
r
o
u
s
t
,
t
e
x
t
e
6
t
a
-

b
l
i
,
p
r
e
s
e
n
t
か
e
t
 
a
n
n
o
t
恥
p
a
r
 
P
h
i
l
i
p
 
K
o
l
b
,
P
l
o
n
,
t
.
I
X
,

p
.
1
3
9
.
(
以
下
C
o
r
と
略
し
、
巻
数
と
員
数
を
付
す
o
)

(

ォ

O

 

I

,

4

5

0

.

(

o

>

)

　

K

a

z

u

k

o

M

a

y

a

,

(

P

r

o

u

s

t

e

t

B

u

r

n

e

-

J

o

n

e

s

‥

L

e

s

j

e

u

n

e

s

f
i
l
l
e
s
 
e
n
 
f
l
e
u
r
s
サ
,
R
e
v
u
e
 
d
e
 
H
i
y
o
s
h
i
,
L
a
n
g
u
e
 
e
t
 
L
i
t
t
&
r
a
-

t
u
r
e
F
r
a
n
c
o
i
s
e
s
,
N
-
3
5
,
2
0
0
2
,
p
.
1
5
.
拙
論
「
プ
ル
ー
ス
ト
と
ラ

ス
キ
ン
ー
窓
・
額
縁
・
想
像
力
-
」
『
ラ
ス
キ
ン
文
庫
た
よ
り
』
第

三
八
号
、
二
〇
〇
三
年
、
十
三
頁
。
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(
2
)
　
J
o
h
n
 
R
u
s
k
i
n
,
L
e
c
t
u
r
e
s
 
o
n
 
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
 
a
n
d
 
P
a
i
n
t
-

i
n
g
.
T
h
e
 
W
o
r
k
s
 
o
f
J
o
h
n
 
R
u
s
k
i
n
,
L
i
b
r
a
r
y
 
e
d
.
,
X
I
I
,
1
9
0
4
,

p.387.

(
」
)
　
I
V
,
9
4
1
,
E
s
q
u
i
s
s
e
L
I
X
,
[
B
a
t
i
r
l
e
l
i
v
r
e
]
.

(
2
)
　
I
b
i
d
.

(
2
)
　
I
b
i
d
.

(
2
)
　
I
b
i
d
.

(
2
)
一
九
〇
四
年
六
月
の
マ
チ
ュ
-
・
ド
・
ノ
ア
イ
ユ
伯
爵
夫
人
宛

書
簡
の
中
で
'
プ
ル
ー
ス
ト
は
夫
人
か
ら
贈
ら
れ
た
　
『
感
嘆
の
面
差

し
』
　
に
つ
い
て
称
賛
し
な
が
ら
へ
　
「
絶
対
的
な
美
」
　
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
そ
こ
で
は
色
彩
は
互
い
に
依
存
し
合
い
へ

互
い
に
補
い
合
っ
て
'
ま
る
で
春
の
日
の
午
前
中
、
色
ガ
ラ
ス
の

入
っ
た
食
堂
か
ら
半
ば
降
ろ
し
た
日
よ
け
越
し
に
眺
め
る
庭
の
よ
う

で
'
庭
を
流
れ
る
「
空
気
の
泉
」
は
石
灰
と
日
差
し
に
覆
わ
れ
た
談

話
室
に
も
入
っ
て
-
る
t
と
い
っ
た
感
じ
な
の
で
す
。
」
C
o
r
.
,
t
.
I
V
,

p

.

1

5

6

.

V

o

i

r

A

k

i

o

U

s

h

i

b

a

,

ォ

L

'

a

s

p

e

c

t

d

i

a

l

o

g

i

q

u

e

d

'

A

l

a

R

e

-

c
h
e
r
c
h
e
 
d
u
 
T
e
m
p
s
 
p
e
r
d
u
　
》
,
i
n
 
E
q
u
i
n
o
x
e
,
N
-
2
,
1
9
9
8
,

p.140.

(
2
)
　
次
の
よ
う
な
交
差
配
列
が
こ
の
〓
即
に
み
ら
れ
る
.

1

[

・

・

・

]

d

'

u

n

c

o

l

o

n

s

a

u

s

s

i

r

i

c

h

e

一

a

u

s

s

i

r

a

f

f

i

n

g

[
-
]
m
o
i
n
s
e
p
h
S
m
e
r
e
q
u
e

d
e
 
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
u
r
a
b
l
e

c
o
m
m
e
 
l
a
s
o
i
e
 
L
o
u
i
s
 
X
V

c
o
m
m
e
 
s
a
 
r
o
b
e
 
d
e
 
c
h
a
m
b
r
e>
<

q
u
i
n
e
d
u
r
e
r
a
i
t
q
u
e

q
u
e
l
q
u
e
s
j
o
u
r
s

a
u
s
s
-
r
o
s
e
s
 
O
u

a
u
s
s
i
 
c
u
i
v
r
f
i
s

d
e
 
s
e
s
 
f
a
u
t
e
u
i
l
s

e
n
c
r
e
p
e
d
e
C
h
i
n
e

250

V
o
i
r
 
K
a
z
u
k
o
 
M
a
y
a
,
L
'
ォ
a
r
t
c
a
c
h
e
》
o
u
 
l
e
s
t
y
l
e
d
e
P
r
o
u
s
t
,

K
e
i
o
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
P
r
e
s
s
,
T
o
k
y
o
,
2
0
0
1
,
p
p
.
1
2
6
-
1
2
9
.

(
」
)
　
I
I
,
8
2
6
.

(
2
)
　
I
V
,
4
6
8
.

(
2
)
　
I
,
5
8
5
.

(
8
)
　
I
b
i
d
.
,
p
p
.
6
0
4
-
6
0
5
.

(
S
o
)
　
J
a
c
q
u
e
s
B
e
r
s
a
n
i
e
t
C
l
a
u
d
i
n
e
Q
u
e
m
a
r
,
《
L
e
p
e
i
n
t
r
e
》

i
n
C
a
h
i
e
r
s
c
r
i
t
i
q
u
e
s
d
e
l
a
l
i
t
t
e
r
a
t
u
r
e
,
N
-
3
/
4
,
1
9
7
7
,
p
.
1
3
.

I
I
,
9
0
7
,
E
s
q
u
i
s
s
e
L
V
I
,
[
L
"
a
r
t
d
'
E
l
s
t
i
r
]
.

(
S
3
)
　
I
I
.
2
0
5
.

(
S
3
)
　
B
a
r
t
h
e
s
,
o
p
.
c
i
t
.
,
p
.
3
1
7
.
小
説
は
主
人
公
の
眠
り
　
(
半
覚
醒

の
状
態
)
　
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
眠
っ

て
い
る
人
は
'
時
間
の
糸
、
時
や
世
界
の
秩
序
を
自
分
の
周
り
に
巻

き
つ
け
て
い
る
の
だ
が
へ
　
そ
の
順
序
や
配
置
が
み
だ
れ
た
り
'
も
つ

れ
た
り
'
切
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
t
　
と
い
う
。
バ
ル
ト
は
'
こ
う



(77)一着の服を仕立てるように

し
た
眠
り
か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
作
品
は
、
年
代
順
の
論
理
が
揺
さ
ぶ

ら
れ
た
、
「
時
の
解
体
」
と
い
う
原
理
に
立
っ
て
い
る
へ
　
と
説
-
。

(
3
)
　
ジ
ャ
ン
=
ア
ン
ト
ワ
I
ヌ
・
ヴ
ァ
ト
I
　
(
1
六
八
四
⊥
七
二

l
)
　
《
ラ
・
フ
ィ
ネ
ッ
ト
》
　
(
一
七
1
七
頃
)
へ
　
画
家
の
晩
年
を
飾
る

傑
作
《
ジ
ェ
ル
サ
ン
の
看
板
》
　
(
一
七
二
〇
)
　
を
参
照
の
こ
と
。

当
時
の
流
行
を
身
に
つ
け
た
女
性
を
数
多
く
描
い
た
画
家

ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
テ
ィ
ソ
　
(
一
八
三
六
-
一
九
〇
二
)
　
の
作
品
に
は
'

ウ
ー
ル
地
の
み
な
ら
ず
シ
ル
ク
地
タ
フ
タ
の
タ
ー
タ
ン
チ
ェ
ッ
ク
も

登
場
す
る
。
過
去
の
布
地
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
例
と
し
て
は
'
主
人

公
の
恋
人
で
あ
る
ア
ル
ベ
ル
チ
-
ヌ
が
看
て
い
た
マ
-
ア
ー
ノ
・

フ
ォ
ル
ト
ゥ
こ
の
ド
レ
ス
が
あ
げ
ら
れ
る
。
十
五
世
紀
の
布
地
製
法

を
復
活
さ
せ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
'
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
の
絵
に
描
か
れ

て
い
る
よ
う
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
古
い
生
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
空
気
を
呼
び
起
こ
す
。
吉
川
一
義
「
プ
ル
ー
ス
ト

と
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
」
　
『
現
代
文
学
』
　
第
五
十
五
号
へ
一
九
九
七
年
へ

五
-
七
頁
。

(
8
)
　
I
I
I
,
6
2
5
.

3
)
　
R
u
s
k
i
n
,
T
h
e
S
t
o
n
e
s
o
f
V
e
n
i
c
e
,
t
.
I
I
,
p
.
4
0
.

(
ァ
ァ
)
　
I
b
i
d
.
,
p
.
4
4
2
.

た
と
え
ば
へ
　
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
が
好
ま
し
-
思
っ
て
い
な
い
ユ

ラ
-
の
出
て
行
っ
た
あ
と
へ
　
「
お
べ
っ
か
つ
か
い
は
'
人
の
お
気
に

入
り
に
な
っ
て
'
銭
を
集
め
る
術
を
よ
く
心
得
て
い
る
。
で
も
辛
抱
、

神
さ
ま
は
い
つ
か
す
っ
か
り
そ
ん
な
人
間
を
お
罰
L
に
な
る
か
ら
」

と
い
う
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
'
ラ
シ
ー
ヌ
作
『
ア
タ
リ
-
』
　
の
な
か

で
'
ア
タ
リ
-
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
ジ
ョ
ア
ス
が
次
の
よ
う
に
い

う
と
き
の
あ
て
こ
す
り
が
含
ま
れ
て
い
る
0
7
「
よ
こ
し
ま
な
人
間

の
幸
せ
は
早
瀬
の
ご
と
-
流
れ
去
る
。
」
　
(
I
,
1
0
7
,
V
o
i
r
 
R
a
c
i
n
e
,

A
t
h
a
l
i
e
,
a
c
t
e
I
I
,
s
c
.
V
I
I
,
v
.
I

(
m
)
　
V
o
i
r
F
e
m
m
e
s
f
i
n
 
d
e
 
s
i
e
c
l
e
1
8
8
5
-
1
8
9
5
,
M
u
s
6
e
 
d
e
 
l
a

M
o
d
e
e
t
d
u
C
o
s
t
u
m
e
P
a
l
a
i
s
G
a
l
l
i
e
r
a
,
1
9
9
0
.
p
.
7
9
.

(
c
o
)
　
V
o
i
r
 
J
o
h
n
 
R
u
s
k
i
n
,
T
h
e
 
S
e
v
e
n
 
L
a
m
p
s
 
o
f
A
r
c
h
i
t
e
c
-

t

u

r

e

.

T

h

e

 

W

o

r

k

s

o

f

J

o

h

n

R

u

s

k

i

n

,

L

i

b

r

a

r

y

 

e

<

ア

,

V

I

I

I

,

1

9

0

3

,

p
p
.
2
3
3
-
2
3
4
.
『
建
築
の
七
灯
』
　
の
第
六
章
　
「
記
憶
の
灯
」
　
の
中
で

ラ
ス
キ
ン
は
、
ヴ
ィ
オ
レ
・
ル
・
デ
ユ
ク
な
ど
十
九
世
紀
の
建
築
家

た
ち
が
行
っ
て
い
た
修
復
工
事
を
批
判
し
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は

ラ
ス
キ
ン
の
こ
の
本
を
好
ん
で
読
ん
で
い
た
。
ま
た
へ
　
彼
は
ヴ
ィ
オ

レ
・
ル
・
デ
ユ
ク
に
も
関
心
を
示
し
て
い
た
。
(
I
,
1
6
3
)
　
ラ
ス
キ
ン

の
建
築
に
関
す
る
書
物
の
中
に
も
　
時
の
層
に
つ
い
て
の
記
述
を
見
つ

け
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
聖

堂
の
礼
拝
堂
の
モ
ザ
イ
ク
は
　
「
十
三
世
紀
以
前
の
も
の
で
は
な
い
」

が
'
「
あ
ら
ゆ
る
伝
統
形
式
に
お
い
て
完
全
に
ギ
-
シ
ア
的
」
な
の

で
あ
る
　
J
o
h
n
 
R
u
s
k
i
n
,
S
t
.
M
a
r
k
'
s
 
R
e
s
t
,
T
h
e
 
W
o
r
k
s
 
o
f

J
o
h
n
R
u
s
k
i
n
,
L
i
b
r
a
r
y
e
d
.
,
X
X
I
V
,
1
9
0
6
,
p
.
2
8
5
.

(
」
)
　
1
,
6
0
.
な
お
へ
　
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
　
の
教
会
の
生
成
に
お
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け
る
ラ
ス
キ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
は
へ
吉
田
城
『
『
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
』
　
草
稿
研
究
』
　
平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
一
三
九
⊥
六
七

頁
を
参
照
の
こ
と
。

(
c
?
)
　
R
u
s
k
i
n
,
T
h
e
S
e
v
e
n
L
a
m
p
s
o
f
A
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
,
p
.
2
3
0
.

(
3
)
　
c
f
.
I
,
6
2
7
.
ラ
ス
キ
ン
が
　
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』
へ
　
『
建
築
の

七
灯
』
な
ど
の
著
書
で
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、
人
間
の
内
的
な

深
い
部
分
、
全
的
で
あ
り
唯
1
の
人
間
存
在
に
対
し
て
'
手
や
指
先
、

鉛
筆
や
絵
の
具
が
完
全
に
し
た
が
っ
て
い
る
よ
う
な
状
態
、
内
的
営

み
が
目
に
見
え
る
か
た
ち
と
な
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
状

態
を
い
う
　
V
o
i
r
 
R
u
s
k
i
n
,
T
h
e
 
S
t
o
n
e
s
 
o
f
 
V
e
n
i
c
e
,
t
.
I
l
l
,

1
9
0
4
,
p
p
.
2
0
1
-
2
0
2
.
R
u
s
k
i
n
,
T
h
e
S
e
v
e
n
L
a
m
p
s
o
f
A
r
c
h
i
t
e
c
-

t
u
r
e
,
p
p
.
2
1
4
-
2
1
5
.

プ
ル
ー
ス
ト
は
ア
ン
ド
レ
・
ラ
ン
グ
宛
書
簡
の
中
で
、
《
C
o
s
a

m
e
n
t
a
l
e
サ
　
と
い
う
言
葉
は
　
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
通
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
　
と
書
い
て
い
る
　
C
o
r
.
,
t
.
X
X
,
p
.
4
9
7
.
V
o
i
r
 
a
u
s
s
i

C
o
r
.
,
t
.
X
I
X
,
p
.
2
9
0
e
t
 
n
o
t
e
3
.
小
説
の
中
で
も
へ
　
「
幸
福
と
は

(
-
)
　
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
絵
画
に
つ
い
て
い
っ
て
い

る
よ
う
に
'
《
精
神
的
な
事
柄
》
　
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
O
 
I
,

E!巴ソ

(
8
)
　
I
,
5
8
3
.

(&)　1,627.

(
c
o
)
　
L
e
o
S
p
i
t
z
e
r
,
ォ
L
e
S
t
y
l
e
d
e
M
a
r
c
e
l
P
r
o
u
s
t
サ
d
a
n
s
E
t
u
-

d
e
s
d
e
s
t
y
l
e
,
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
1
9
7
0
,
p
p
.
4
3
1
,
4
4
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